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【
研
究
ノ
ー
ト
一

【
要
旨
一

日
本
の
中
世
前
期
に
、
ど
の
よ
う
な
陶
磁
器
が
舶
載
、
輸
送
さ
れ
、
受
容
さ
れ

た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
に
、
大
韓
民
国
（
韓
国
）
全
羅
南
道
西
部
の

新
安
沖
に
沈
没
し
た
輸
送
船
よ
り
発
見
さ
れ
た
陶
磁
器
群
が
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ

る
新
安
沈
没
船
は
、
荷
札
な
ど
か
ら
至
治
三
年
（
一
三
二
三
）
以
降
に
、
漸
江
省

慶
元
（
寧
波
）
を
出
港
し
て
博
多
へ
向
か
っ
た
船
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
新
安
沈

没
船
陶
磁
器
群
に
は
、
約
２
万
点
の
文
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
と
推
計
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
内
容
は
青
磁
が
帥
％
（
漸
江
省
龍
泉
窯
）
、
白
磁
、
青
白
磁
が
妬
％
（
江

西
省
景
徳
鎮
窯
）
で
、
そ
の
他
船
員
が
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
文
物
に
ま

で
及
ん
で
い
る
。

新
安
沈
没
船
の
陶
磁
器
類
に
は
、
器
胎
見
込
み
部
分
に
墨
書
が
あ
る
青
磁
、
白

磁
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
部
は
、
図
版
お
よ
び
所
見
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
経
年
劣
化
も
あ
り
剥
落
、
消
失
も
多
く
難
読
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

そ
れ
ら
墨
書
の
文
字
の
検
討
や
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不

詳
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
（
ソ
ウ
ル
）
、
国
立
海
洋
文
化
財
研
究
所
（
木

浦
）
で
の
実
査
に
基
づ
き
、
そ
れ
ら
蓋
器
の
墨
書
を
再
検
討
し
、
墨
書
銘
の
文
字

確
定
を
試
み
た
。
ま
た
、
そ
の
墨
書
銘
が
墨
書
蓋
器
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
の
か
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
述
べ
た
。

な
お
、
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
〈
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
奎
般
）
）
課
題
番
号
二
四

五
二
○
七
二
三
「
中
世
鎌
倉
地
域
に
お
け
る
寺
院
什
物
帳
（
文
物
台
帳
）
と
請
来

遺
品
（
唐
物
）
の
基
礎
的
研
究
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
一

新

安

沈

没

船

青

磁

白

磁

墨

書

中

世

新
安
沖
沈
没
船
の
墨
書
甕
器
に
つ
い
て

古

川

元

也

陸
か
ら
の
請
来
品
、
い
わ
ゆ
る
「
唐
物
」
が
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
文
物
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
比
較
史

（
資
）
料
論
は
、
そ
の
流
通
の
実
態
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
作
業
分
野
で
あ
る
。
そ

こ
で
扱
わ
れ
る
文
物
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
青
磁
、
白
磁
に
代
表
さ
れ
る
貿

易
陶
磁
器
類
を
と
り
あ
げ
、
日
本
で
の
文
物
台
帳
（
什
物
帳
）
に
記
載
さ
れ
る
寺
院

什
物
と
の
比
較
検
討
、
ま
た
、
出
土
資
料
、
伝
世
資
料
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
て
き

（

１

）

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
く
に
中
世
前
期
に
は
政
権
都
市
で
あ
っ
た
鎌
倉
に
は
、
今
な
お
多
く
の
史
料
が

残
さ
れ
て
お
り
、
寺
社
に
は
一
般
的
に
は
「
什
物
帳
」
と
よ
ば
れ
る
所
蔵
品
台
帳
が

伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
什
物
帳
」
は
「
注
文
」
や
「
目
録
」
と
も
よ
ば
れ
、
こ

れ
ま
で
に
鎌
倉
円
覚
寺
塔
頭
仏
日
庵
の
公
物
目
録
二
仏
日
庵
公
物
目
録
」
）
に
つ
い

（

２

）

て
、
そ
の
史
料
的
性
質
に
言
及
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
実
際
の
貿
易
陶

磁
資
料
に
つ
い
て
は
、
展
示
等
を
通
じ
て
中
世
社
会
に
お
け
る
「
唐
物
」
の
実
体
を

（

３

）

探
る
試
み
を
行
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
新
安
沈
没
船
の
墨
書
蓋
器
に
焦
点
を
あ
て
、
そ

の
墨
書
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
期
に
大
陸
（
宋
、
元
時
代
）
の

文
物
が
ど
の
よ
う
に
請
来
（
輸
入
）
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
評
価
を
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
の
か
を
考
え
た
い
．
そ
の
よ
う
な
価
値
観
は
、
そ
の
ま
ま
当
該
期
の
日
本
に
も

た
ら
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
唐
物
観
を
形
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
中
世
前
期
に
、
ど
の
よ
う
な
陶
磁
器
が
舶
載
、
輸
入
さ
れ
、
受
容
さ
れ
た

の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
に
大
韓
民
国
（
韓
国
）
全
羅
南
道
西
部
の
新
安
沖

は
じ
め
に

｜
新
安
沈
没
船
に
舶
載
さ
れ
る
陶
磁
器

日
本
の
中
世
社
会
（
十
二
世
紀
半
ば
か
ら
十
六
世
紀
を
措
定
）
に
受
容
さ
れ
た
大

－1－



に
沈
没
し
、
海
底
よ
り
発
掘
さ
れ
た
輸
送
船
舶
載
の
陶
磁
器
群

（

４

）

が
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
新
安
沈
没
船
出
土
遺
物
は
、
荷
札
な

ど
か
ら
至
治
三
年
二
三
二
三
）
以
降
に
漸
江
省
慶
元
（
寧
波
）

を
出
港
し
博
多
へ
向
か
っ
た
船
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
新

安
船
は
東
シ
ナ
海
で
遭
難
し
、
耽
羅
海
道
を
漂
流
し
て
道
徳
島

沖
で
沈
没
し
た
と
推
測
さ
れ
、
荷
に
付
け
ら
れ
た
木
札
名
は
綱

司
肋
点
）
が
最
多
で
、
彼
ら
は
博
多
等
に
居
住
し
た
中
国
系

ノ

貿
易
商
人
（
船
長
・
船
主
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
新
安
沈
没
船
か
ら
は
、
大
量
の
陶
磁
器
や
金
工
製
品
、

船
員
の
所
持
品
と
思
わ
れ
る
多
数
の
文
物
が
引
き
上
げ
ら
れ
、

陶
磁
器
は
約
２
万
点
が
積
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
蓋
器
は

青
磁
が
帥
％
（
湘
江
省
龍
泉
窯
）
、
白
磁
、
青
白
磁
が
妬
％
（
江

（

５

）

西
省
景
徳
鎮
窯
）
で
あ
る
。
現
在
、
新
安
沖
沈
没
船
と
そ
の
遺

物
は
、
ソ
ウ
ル
に
あ
る
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
と
木
浦
に
あ
る

国
立
海
洋
文
化
財
研
究
所
に
分
蔵
さ
れ
て
お
り
、
両
機
関
に
よ

る
調
査
研
究
と
、
一
部
資
料
の
展
示
が
特
設
展
示
室
に
お
い
て

行
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
安
沈
没
船
の
陶
磁
器
類
に
は
、
器
胎
見
込
み
部
分
等
に
墨
書
を
有

す
る
も
の
が
若
干
含
ま
れ
て
い
る
．
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
青
磁
、
白
磁
、
青

（

６

）

白
磁
の
蓋
器
で
あ
る
。
こ
の
墨
書
蓋
器
は
、
器
形
の
様
式
編
年
、
分
類
が
中
心
と
な

る
従
来
か
ら
の
貿
易
陶
磁
器
研
究
に
お
い
て
、
数
少
な
い
製
品
と
文
字
（
記
号
）
資

料
と
の
複
合
資
料
で
あ
り
、
資
料
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
は
格
段
に
大
き
い
。
と

は
い
え
、
こ
れ
ら
の
墨
書
銘
は
経
年
劣
化
も
あ
り
、
剥
落
、
消
失
も
多
く
難
読
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
墨
書
の
文
字
の
検
討
や
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
に
は
至
っ

て
お
ら
ず
、
不
詳
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
器
胎
に

I

中都大興府（北京）
回

鰯議鍵蕊蕊
I

~ノ
一D9

×

脚
一
画
輔

付
さ
れ
た
文
字
や
記
号
に
つ
い
て
は
、
商
品
の
所
有
者
、
製
造
者
を
示
す
も
の
で
あ

る
と
一
般
的
な
理
解
が
あ
る
が
、
陽
刻
や
陰
刻
で
付
さ
れ
る
文
字
記
号
、
見
込
み
に

捺
さ
れ
て
い
る
陰
刻
、
高
台
裏
の
墨
書
銘
と
新
安
沈
没
船
蓋
器
に
見
ら
れ
る
見
込
み

へ
墨
書
銘
は
同
列
に
考
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿

で
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
る
個
別
具
体
的
な
検
討
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
こ

れ
ら
の
文
字
や
記
号
が
何
を
表
し
う
る
の
か
再
検
討
し
、
商
品
の
所
有
者
・
製
造
者

（

７

）

論
を
検
証
し
て
み
た
い
。
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表
1
新
安
沈
船
舶
載
の
墨
書
姿
器

図
録

番
号

遺
物
番
号

(什
号
咽
豆
）

数
量

(午
寺
）

出
土

年
度

図
版

名
称
（
弓
司
）

底
径

出
土
地
域

高
さ

口
径

備
考
（
墨
書
等
）

胴
1
9
5
5
,
蓋
1
9
5
6
図
1

青
磁
鎬
文
蓋
壺
（
胴
の
み
）

胴
4
，
蓋
4

1点
高
台
裏
に
「
元
子
柴
」

「
拾
参
号
」
「
匠
」
と
あ
り

1
-
6
4

2
4
.
5
2
4
.
9

1
7
.
5
7
6
~

高
台
内
面
に
「
蛙
蟷
」

「
十
五
ヶ
」
「
又
三
郎
｣
､
高
台
外
面
に
「
Z
」
形
墨

書
銘
二
箇
所
に
あ
り
。

『
新
安
」
で
は
数
量
14と

す
る
。

図
2

青
磁
陽
刻
八
卦
文
香
合

1
-
1
0
6
5
2
7
5

1
ワ
ワ

イ
.
イ

13．
5
4
.
7

C
3
-
8

ワ
ワ

ノ
ィ

図
3

青
磁
陰
刻
唐
草
文
碗

見
込
み
に
「
上
色
青
蓋
」

「
□
」
と
あ
り
。

1
-
1
5
0
2
5
9
2

F
F

D
,
0

1
2
.
2

4
.
6

弓
ワ

イ
イ

A
3
-
2
2
-
2
-
1

11

青
磁
陰
刻
蓮
弁
文
皿

｢
新
安
」
で
は
「
墨
書
の
痕
跡
（
2
点
)
」
が
あ
る
と
す
る
。

1
-
2
2
8
4
8
0
7

5
.
9

15．
9

1
2
7
.
9

ヴ
ヴ

イ
イ

B
5
-
9
5
-
4
-
2

見
込
み
に
「
□
（
上
ヵ
）
色
□
（
青
ヵ
）

(妙
ヵ
)」

と
あ
る
よ
う
に
判
読
で
き
る
。

(
2
点
)
」
が
あ
り
、
数
量
は
3
と
す
る
。

蓋
｣
、
見
込
み
中
央
に
「
□
□

｢
新
安
」
で
は
「
墨
書
の
痕
跡

図
4

青
磁
陽
印
刻
蓮
弁
文
皿

1
-
2
2
9
4
8
0
8

6
2
7
.
3
1
6

1
7
7

B
5
-
9
5
-
4
-
3

青
磁
皿

｢新
安
』
で
は
1点
に
「
五
口
二
□
」
の
墨
書
あ
り
と
す
る
。

1
-
2
4
9
5
2
4
6

3．
7

Ⅲ
I

16．
8
6
.
7

句
庁

ｲ
イ

C
3
-
4
-
9
-
2

青
磁
陽
印
刻
牡
丹
唐
草
文
大
盤

図
5

見
込
み
に
「
口
色
青
□
｣
、
見
込
み
中
央
に
墨
痕
あ
り
。

1
-
2
8
0
6
3
5
5

1
8

3
6
.
1

1
3
.
6

ワ
ワ
イ
イ

C
6
-
8
6
-
4
-
1

見
込
み
に
「
天
（
ヵ
）
孵
口
□
（
麦
ヵ
)」

と
あ
る
。
「
新
安
」
で
は
数
量

は
3と
す
る
。

図
6

青
磁
半
陽
刻
蓮
華
文
大
盤

1
-
2
8
1
3
1
1
7

3
8

3
6
.
1

13．
6

ワ
ウ

ノ
イ

C
6
-
8
6
-
4
-
3

｜

”I

青
磁
陽
印
刻
草
花
文
大
盤

『
新
安
j
に
は
「
墨
書
銘
が
あ
る

（
未
詳
)」
と
す
る
。

1
-
2
8
2
3
2
5

1
3

8
.
6

3
3
.
5

1
3
.
1
7
6

~

図
7

青
磁
陽
印
刻
蓮
華
文
大
盤

2
8
0
3

見
込
み
に
「
上
口
胄
□
」
の
墨
書
銘
が
認
め
ら
れ
る
。

1
-
2
8
4

3
3

12．
1

1
8．
4

7
6

A
3
-
8
5
-
2
-
2

｢新
安
」
に
よ
れ
ば
､見
込
み
に
「
上
色
白
甑
」
と
あ
り
、
見
込
み
中
央
に

｢□
」
の
符
丁
が
あ
る
。

図
8

青
白
磁
陰
刻
水
禽
文
鉢

n
-
3
2
0
2
4
8
3

6
6
.
1

15．
9
6
,
4

A
2
-
8
8

ワ
ワ

イ
ィ

見
込
み
に
「
上
色
白
願
｣
、
見
込
み
中
央
に
も

「
天
妙
（
ヵ
)」
の
墨
書
が

認
め
ら
れ
る
。
数
量
は
5
と
す
る
。

図
9

青
白
磁
鉢

Ⅱ
-
3
2
1
2
4
9
4

5
.
9

1
15．
8
6

庁
庁

ノ
イ

図
1
0
青
白
磁
鉢

『
新
安
」
で
は
「
1
0
点
同
一
銘
文
、
外
底
に
墨
書
銘
「
希
｣
」
と
す
る

Ⅱ
－
3
2
2
6
6
2
1

1
0

5
.
8

1
6

5
.
6

7
7

B
1
-
7
7

見
込
み
に
「
口
色
、
□
（
麦
ヵ
)
」
の
呈
耆
銘
が
認
め
ら
れ
､
見
込
み
底
面

に
は
判
読
不
明
二
字
分
の
墨
痕
が
見
ら
れ
た
。
『
新
安
』
で
は
数
量
は
19

と
す
る
。

図
1
1

冑
白
磁
碗

Ⅱ
－
3
2
3
5
4
0
8

1
3
.
1

4．
7

1Ⅱ
.1

ワ
ワ
イ
イ

青
白
磁
陽
印
刻
鳳
凰
文
皿

『
新
安
」
で
は
1
0
点
に
墨
書
銘
あ
り
と
す
る

Ⅱ
－
3
3
7
6
6
2
2

1
2

1
6
.
5

句
ワ

イ
ノ

B
1
-
7
8

~

青
白
磁
陽
印
刻
文
皿

Ⅱ
－
3
51
5
0
7
8

｢新
安
」
で
は
1点
に
「
中
□
□
・

・
・
」
と
あ
り
。

7
0

13．
2

4．
1

4
.
6

B
6
-
2
2

7
7

~

参
考
-1

青
磁
陰
刻
唐
草
文
碗

図
1
2

見
込
み
に
「
甑
」
一
字
を
記
す
。

~
~

~
~

’

参
考
-
2

青
白
磁
陰
刻
文
皿

図
1
3

見
込
み
に
「
□
（
上
ヵ
）
色
白
□
（
甑
ヵ
)」

と
あ
り
。

~
~

~

＊
番
号
等
は
文
化
公
報
部
文
化
財
管
理
局
「
新
安
海
底
遺
物
」

（
資
料
編
、
高
麗
書
籍
株
式
会
社
、
1983年

6月
、
以
下
「
新
安
」
と
す
る
）
に
よ
る



（
１
）
新
安
沈
没
船
出
土
甕
器
墨
書
銘
に
つ
い
て

１
１
“
青
磁
鎬
文
蓋
壺
（
図
１
）

高
さ
、
口
径
と
も
に
妬
ｍ
ほ
ど
の
大
振
り
な
酒
海
壺
で
あ
る
。
鎬
文
は
丁
寧
だ
が

細
身
で
、
鎌
倉
・
別
願
寺
（
鎌
倉
国
宝
館
保
管
）
に
伝
わ
る
作
品
に
近
い
釉
調
を
呈

し
て
い
る
。
本
品
は
調
査
時
に
は
木
浦
国
立
海
洋
文
化
財
研
究
所
で
展
示
中
で
あ
り
、

展
示
室
で
の
実
見
で
は
あ
っ
た
が
、
底
部
に
反
射
鏡
が
あ
て
が
わ
れ
て
お
り
文
字
の

解
読
は
容
易
に
行
わ
れ
た
。
『
新
安
』
で
は
図
版
師
と
し
て
掲
載
し
、
資
料
編
で
は
「
１

点
高
台
裏
に
『
元
子
柴
□
□
□
口
拾
参
号
匠
筐
と
す
る
が
、
「
元
子
柴
」
「
拾
参
号
」

「
匠
」
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
記
さ
れ
た
文
字
で
あ
り
、
不
読
部
分
〈
□
）
は
存
在
し

な
い
と
思
わ
れ
る
．
「
拾
参
号
」
は
当
時
の
所
蔵
者
に
よ
る
一
具
の
什
物
番
号
で
あ
ろ

う
か
。

１
１
噸
青
磁
陽
刻
八
卦
文
香
合
（
図
２
）

『
新
安
』
に
よ
れ
ば
、
同
一
遺
物
番
号
の
同
型
八
卦
文
香
合
は
皿
点
と
す
る
が
、
国

新
安
沈
没
船
の
墨
書
蓋
器
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
れ
ら
遺
物
の
報
告
書
で
あ
る

韓
国
文
化
広
報
部
文
化
財
管
理
局
編
『
新
安
海
底
遺
物
』
の
資
料
編
に
言
及
が
あ
り
、

そ
の
一
部
は
図
版
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
文
字
の
解
読
と
そ
の
位
置

付
け
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
を
残
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
韓
国
中
央
博
物
館

の
許
可
を
得
て
、
こ
れ
ら
墨
書
琵
器
の
実
査
を
行
い
、
墨
書
の
具
体
に
つ
い
て
よ
り

（

８

）

詳
細
に
吟
味
を
行
う
機
会
を
得
た
。
こ
れ
ら
墨
書
を
有
す
る
新
安
沈
没
船
蓋
器
と
、
実

際
に
調
査
し
た
作
品
の
所
見
を
、
『
新
安
海
底
遺
物
』
所
載
の
情
報
を
比
較
参
照
し
な

（

９

）

が
ら
ま
と
め
て
示
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
所
見
の
詳
細
に
つ
い
て

記
し
て
お
く
。

二
新
安
沈
没
船
の
墨
書
甕
器

立
中
央
博
物
館
で
は
現
状
１
点
で
あ
る
と
す
る
。
『
新
安
」
に
は
正
面
正
位
の
図
版
を

掲
載
す
る
た
め
、
高
台
部
分
の
墨
書
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
『
十
五
口
蛙
□

口
三
郎
（
？
塵
、
高
台
外
面
『
乙
」
字
銘
２
」
と
す
る
。
実
際
、
「
乙
」
と
さ
れ
る
文

字
は
文
字
と
言
う
よ
り
は
何
ら
か
の
符
丁
に
見
え
る
。
高
台
内
墨
書
は
、
中
央
に
「
蛙

蠣
（
ヵ
）
」
と
記
し
、
「
十
五
ヶ
」
「
又
三
郎
」
を
左
右
に
記
し
て
い
る
。
高
台
内
外
の

墨
書
墨
色
は
一
様
で
、
墨
書
の
残
り
具
合
は
非
常
に
よ
い
。
「
蛙
蠣
」
は
日
本
人
〈
又

三
郎
）
に
よ
る
香
炉
脚
部
を
ヒ
キ
ガ
エ
ル
（
蠣
畭
）
に
見
立
て
て
の
名
付
け
か
と
思

わ
れ
る
。

Ｉ
ｌ
ｍ
青
磁
陰
刻
唐
草
文
碗
（
図
３
１
１
）

『
新
安
」
に
は
図
版
筋
と
し
て
掲
載
し
（
図
３
，
２
）
、
資
料
編
で
は
「
上
口
青

□
・
・
・
」
と
す
る
が
、
現
状
で
は
見
込
み
右
上
の
「
上
」
一
文
字
の
み
確
認
で
き

（
皿
）る

。
「
上
」
字
に
は
樹
脂
系
の
皮
膜
が
被
せ
ら
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
理
由
で
他
の
墨

書
は
消
滅
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
新
安
』
図
版
か
ら
判
読
す
る
と
、
「
上

色
青
甑
」
と
し
て
、
最
後
に
見
込
み
中
央
に
「
□
」
の
文
字
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と

判
読
で
き
る
。
「
色
」
「
願
」
の
文
字
は
大
陸
の
書
風
で
あ
り
、
そ
れ
が
定
形
外
に
一

層
崩
さ
れ
て
文
字
単
独
で
は
読
み
が
た
い
水
準
で
あ
る
。
「
甑
」
は
厳
密
に
言
え
ば
、

（

、

）

「
蓋
」
か
も
し
れ
ず
、
偏
秀
が
置
換
さ
れ
て
い
る
た
め
に
字
形
も
崩
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
文
字
列
が
な
か
ば
記
号
化
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
定
形
外
の
崩
し
が

許
容
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
見
込
み
中
央
の
「
□
」
は
、
大
陸
の
公

文
言
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
認
可
を
示
し
て
い
る
記
号
化
し
た
文
字
で
あ
り
、
著

し
く
崩
さ
れ
て
い
る
。

Ｉ
‐
秘
青
磁
陰
刻
蓮
弁
文
皿

『
新
安
』
で
は
図
版
門
と
し
て
掲
載
し
、
資
料
編
で
は
「
墨
書
の
痕
跡
が
あ
る
」
と

す
る
も
墨
書
は
判
然
と
し
な
い
。
調
査
で
も
実
見
は
で
き
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。

１
１
麹
青
磁
陽
印
刻
蓮
弁
文
Ⅲ
（
図
４
）

－4－
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『
新
安
』
で
は
資
料
編
に
「
墨
書
の
痕
跡
が
あ
る
（
２
点
ご
と
す
る
も
図
版
掲
載

（

肥

）

は
な
く
、
調
査
で
実
見
で
き
た
も
の
は
１
点
で
あ
る
。
『
新
安
』
で
は
数
量
３
と
す
る
。

墨
書
は
消
失
部
分
も
多
く
「
□
（
上
ヵ
）
色
□
（
青
ヵ
）
蓋
」
、
見
込
み
中
央
に
「
□

□
（
妙
ヵ
ご
と
あ
る
よ
う
に
判
読
で
き
る
。
文
字
の
周
囲
が
茶
褐
色
に
変
色
し
て
い

る
が
、
こ
れ
が
何
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
墨
書
固
着
を
図
る
た
め
の
樹
脂

系
の
塗
料
が
経
年
劣
化
し
た
も
の
か
。
器
形
、
釉
色
と
も
に
品
位
が
あ
る
。
高
台
に

至
る
底
部
の
形
状
も
な
だ
ら
か
な
成
形
で
、
優
品
と
認
め
ら
れ
る
。

Ｉ
Ｉ
懇
青
磁
皿

『
新
安
』
で
は
資
料
編
に
「
１
点
に
『
五
口
二
□
』
墨
書
銘
」
と
す
る
も
図
版
掲
載

は
な
く
、
調
査
で
実
見
も
で
き
な
か
っ
た
。
複
数
枚
（
資
料
編
で
は
ｕ
枚
）
の
同
型

の
青
磁
皿
に
対
し
て
、
墨
書
銘
を
有
す
る
も
の
が
１
枚
で
あ
る
点
に
意
味
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

１
１
知
青
磁
陽
印
刻
牡
丹
唐
草
文
大
盤
〈
図
５
）

『
新
安
』
で
は
図
版
別
と
し
て
掲
載
し
、
資
料
編
で
は
「
□
□
口
青
□
□
」
の
墨
書

銘
が
あ
る
と
す
る
。
現
状
で
は
見
込
み
に
「
口
色
青
□
」
と
認
め
ら
れ
、
見
込
み
中

央
に
も
か
す
か
に
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
他
例
に
則
し
て
考
え
れ
ば
、
「
上
色
青
甑
」

と
推
測
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
字
配
も
同
様
で
あ
る
。
本
作
は
口
縁
部
に
焼
成

時
に
で
き
た
と
思
わ
れ
る
割
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
釉
色
は
緑
系
が
強
く
、
一
部
米
色

を
呈
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
基
準
か
ら
言
え
ば
か
な
ら
ず
し
も
優
品
と

は
な
ら
な
い
が
、
貿
易
陶
磁
と
し
て
「
上
色
青
願
」
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
い
。

１
１
麺
青
磁
半
陽
刻
蓮
華
文
大
盤
（
図
６
）

『
新
安
』
で
は
図
版
別
と
し
て
掲
載
し
、
資
料
編
で
は
「
口
盤
□
□
□
」
の
墨
書
銘

が
あ
り
数
量
は
３
点
と
す
る
。
現
状
で
は
見
込
み
に
「
天
（
ヵ
）
盤
□
□
（
甑
ヵ
ご

と
認
め
ら
れ
、
見
込
み
中
央
に
も
か
す
か
に
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
墨
痕
は
「
妙
」

字
に
読
め
な
く
も
な
い
。
見
込
み
部
分
に
は
、
水
中
で
堆
積
し
た
泥
汚
れ
の
痕
跡
が

（

週

）

多
く
の
こ
り
、
墨
痕
と
共
に
固
着
さ
せ
る
た
め
か
樹
脂
系
の
皮
膜
が
残
る
。
現
在
こ

の
皮
膜
は
部
分
的
に
器
胎
か
ら
僅
か
に
遊
離
し
た
部
分
も
生
じ
て
い
る
。
実
見
し
た

数
量
は
１
点
で
あ
る
。
本
作
の
器
形
は
１
１
郷
に
類
似
す
る
が
、
釉
色
は
天
青
に
近
い
。

高
台
に
至
る
底
部
の
形
状
も
な
だ
ら
か
な
成
形
で
高
台
内
を
掘
り
下
げ
て
お
り
、
他

の
作
品
と
は
異
な
る
。
釉
色
、
器
形
と
も
に
品
が
あ
り
優
品
と
認
め
ら
れ
る
。
〉

１
１
狸
青
磁
陽
印
刻
草
花
文
大
盤

前
項
の
１
１
測
皿
と
器
形
は
ほ
ぼ
同
様
の
大
型
の
盤
で
あ
る
。
『
新
安
』
で
は
図

版
魂
と
し
て
掲
載
し
、
資
料
編
で
は
「
１
点
内
底
中
央
に
双
の
貼
花
双
魚
文
と
墨
書

銘
が
あ
る
（
未
詳
）
」
と
あ
る
。
図
版
を
見
る
限
り
で
は
墨
書
銘
は
確
認
で
き
ず
、
遺

物
の
整
理
、
調
査
の
過
程
で
消
失
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
数
量
は
昭
点
と
し
て
お
り
、

一
式
の
製
品
に
墨
書
銘
が
付
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
実
見
は
で
き
な
か
っ

た
。
釉
調
や
見
込
み
に
あ
る
蓮
花
文
は
前
項
の
１
１
狐
に
近
い
作
品
で
あ
る
。

１
１
秘
青
磁
陽
印
刻
蓮
華
文
大
盤
〈
図
７
）

前
項
の
１
１
郷
抑
狸
と
器
形
は
ほ
ぼ
同
様
の
大
型
の
盤
で
あ
り
、
、
釉
調
は
緑
が

ま
さ
っ
て
い
る
。
『
新
安
』
で
は
資
料
編
に
「
□
口
青
□
」
の
墨
書
銘
が
あ
る
と
す
る

も
図
版
掲
載
は
な
い
。
実
査
で
は
見
込
み
に
「
上
口
青
□
」
の
墨
書
銘
が
認
め
ら
れ
、

二
文
字
目
部
分
に
は
墨
書
縦
棒
、
見
込
み
側
面
に
破
片
状
の
墨
痕
が
見
ら
れ
た
。
こ

の
墨
痕
は
無
理
を
す
れ
ば
「
甑
」
と
読
め
な
く
も
な
い
が
、
字
配
が
変
則
的
で
あ
り
、

結
論
を
下
す
に
は
嬬
跨
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
青
」
字
は
、
見
込
み
底
部
か
ら
側
面
へ
と

連
続
し
て
か
か
れ
る
が
、
器
胎
の
段
差
を
も
の
と
も
せ
ず
、
均
一
な
線
を
書
い
て
い

》
（
》
Ｏ

Ⅱ
ｌ
惣
青
白
磁
陰
刻
水
禽
文
鉢
（
図
８
）

『
新
安
』
で
は
図
版
皿
と
し
て
掲
載
し
、
資
料
編
で
は
「
上
色
白
甑
」
の
墨
書
銘
が

あ
り
、
数
量
は
６
点
と
す
る
が
、
す
べ
て
に
こ
の
墨
書
銘
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
不

－6－
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明
。
図
版
に
拠
れ
ば
、
墨
書
は
比
較
的
正
確
な
階
書
で
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
見

込
み
中
央
に
「
１
」
の
墨
引
き
に
よ
る
符
丁
が
あ
り
、
こ
れ
は
１
１
卸
の
も
の
と
等
し

い
。
本
作
品
に
つ
い
て
は
実
査
で
き
て
い
な
い
。

Ⅱ
‐
廻
青
白
磁
鉢
（
図
９
）

『
新
安
』
で
は
図
版
恥
と
し
て
掲
載
し
、
資
料
編
で
は
「
上
色
口
白
甑
」
の
墨
書
銘

が
あ
る
と
す
る
も
、
~
図
版
に
は
墨
書
銘
を
有
し
な
い
作
品
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
実

査
で
は
図
版
の
通
り
見
込
み
に
「
上
色
白
甑
」
、
見
込
み
中
央
に
も
「
天
妙
（
ヵ
ど
の

墨
書
が
認
め
ら
れ
る
作
品
で
あ
っ
た
．
墨
書
の
書
風
は
Ⅱ
ｌ
卸
に
類
似
し
て
お
り
、
見

込
み
側
面
に
記
す
に
し
て
は
比
較
的
整
っ
た
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
数
量
は
『
新

安
』
で
は
５
点
と
す
る
も
の
の
、
実
査
の
際
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
は
１
点
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
『
新
安
』
図
版
に
墨
書
が
な
い
も
の
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案

す
れ
ば
、
５
点
１
具
の
う
ち
の
１
点
に
墨
書
銘
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ⅱ
ｌ
理
青
白
磁
鉢
圃
ｕ

本
品
は
調
査
時
に
は
木
浦
国
立
海
洋
文
化
財
研
究
所
で
１
点
が
展
示
中
で
あ
り
、

器
底
部
が
展
示
さ
れ
て
い
た
た
め
高
台
内
墨
書
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
新

安
』
で
は
「
加
点
同
一
銘
文
、
外
底
に
墨
書
銘
『
晶
卿
崖
と
す
る
も
、
他
の
９
点
は

実
査
で
き
て
い
な
い
。
文
字
は
豪
書
体
で
し
っ
か
り
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
該

当
す
る
文
字
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
符
丁
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
た
い
。
な
お
、
こ
の
文
字
に
つ
い
て
は
契
丹
で
用
い
ら
れ
た
文
字
の
可
能
性

も
あ
る
。
契
丹
文
字
は
漢
字
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
や
、
一
部
改
変
し
た
文
字
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
す
べ
て
が
解
読
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
１
１
狐

（
図
６
）
の
「
天
（
ヵ
）
」
、
Ⅱ
ｌ
卸
（
図
８
）
の
（
符
口
互
は
、
契
丹
文
字
に
似
た
字

（

皿

）

形
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。
契
丹
文
字
を
記
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
蓋
器
の
舶
載
磁
器

か
ら
考
え
て
伝
世
し
た
時
間
が
長
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
器
胎

は
暗
白
色
の
釉
調
で
、
口
縁
部
が
外
側
へ
や
や
反
り
返
り
、
成
形
の
際
の
鉋
跡
が
残

プ
（
》
Ｏ

Ⅱ
ｌ
麹
青
白
磁
碗
（
図
且

「
新
安
」
資
料
編
で
は
「
内
底
に
墨
書
銘
『
上
色
□
□
□
口
筐
と
し
て
お
り
、
数

量
は
四
と
す
る
。
実
査
で
は
見
込
み
に
「
口
色
□
□
（
萱
ヵ
こ
の
墨
書
銘
が
認
め
ら

れ
、
見
込
み
底
面
に
は
判
読
不
明
二
字
分
の
墨
痕
が
見
ら
れ
た
。
文
字
は
か
な
り
崩

さ
れ
て
お
り
、
「
色
」
字
は
１
１
郷
の
書
風
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
字
配
と
他
の
墨
書

銘
を
考
え
れ
ば
「
上
色
白
願
」
と
記
し
て
い
る
か
。
実
査
で
は
資
料
請
求
に
対
す
る

（

喝

）

遺
物
の
提
示
が
こ
の
１
点
で
あ
っ
た
。

Ⅱ
ｌ
却
青
白
磁
陽
印
刻
鳳
凰
文
皿

『
新
安
』
で
は
図
版
恥
と
し
て
掲
載
し
、
資
料
編
で
は
「
加
点
に
墨
書
銘
が
あ
る
」

と
す
る
。
掲
載
図
版
が
側
面
か
ら
の
写
真
で
あ
り
墨
書
は
判
然
と
し
な
い
。
調
査
で

も
実
見
は
で
き
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
皿
点
の
う
ち
加
点
に
墨
書
銘
が
あ
る
の
は
、

前
出
の
事
例
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

Ⅱ
Ｉ
湿
青
白
磁
陽
印
刻
文
皿

『
新
安
』
資
料
編
で
は
「
１
点
に
は
『
中
□
□
：
。
』
の
墨
書
銘
」
が
あ
る
、
と

す
る
も
掲
載
図
版
は
な
く
、
調
査
で
も
実
見
は
で
き
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
加
点

の
う
ち
１
点
に
墨
書
銘
が
あ
る
と
す
る
の
が
大
半
の
墨
書
銘
の
消
失
に
よ
る
も
の
な

の
か
は
不
詳
で
あ
る
。

参
考
１
１
青
磁
陰
刻
唐
草
文
碗
（
図
皿
）

「
新
安
」
資
料
編
に
は
備
考
欄
に
墨
書
の
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
ず
、
図
版
掲
載
も

な
い
が
、
国
立
海
洋
文
化
財
研
究
所
に
展
示
中
の
青
磁
碗
で
あ
る
。
見
込
み
に
は
「
甑
」

一
文
字
を
大
き
く
記
し
て
い
る
．
「
新
安
』
資
料
編
中
の
該
当
番
号
が
不
詳
の
た
め
、

参

考

と

す

る

。

参
考
１
２
青
白
磁
陰
刻
文
Ⅲ
（
図
過
）

『
新
安
』
資
料
編
に
は
備
考
欄
に
墨
書
の
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
ず
、
図
版
掲
載
も

－9－



輻

ｰ つ

図 一 ○

厘 一 、

阻 一 ①



図11

図' 12

図13

－11－



な
い
が
、
国
立
海
洋
文
化
財
研
究
所
に
展
示
中
の
青
白
磁
皿
で
あ
る
。
見
込
み
に
は

「
□
（
上
ヵ
）
色
白
□
（
甑
ヵ
ご
と
あ
り
、
一
目
は
墨
書
縦
棒
の
ぷ
残
る
。
文
字
上

に
は
墨
書
固
着
を
図
る
た
め
の
樹
脂
系
塗
料
が
被
る
よ
う
で
あ
る
。
『
新
安
」
資
料
編

中
の
該
当
番
号
が
不
詳
の
た
め
、
参
考
と
す
る
。

（
２
）
新
安
沈
没
船
舶
載
盗
器
に
残
さ
れ
た
墨
書
銘
の
評
価

以
上
の
こ
と
か
ら
新
安
沈
没
船
舶
載
の
墨
書
陶
磁
器
に
つ
い
て
は
次
の
こ
と
が
考

え
ら
れ
よ
う
。

器
胎
上
面
内
部
に
記
さ
れ
る
文
字
は
、
青
磁
で
は
「
上
色
青
甑
」
、
白
磁
で
は
「
上

色
白
甑
」
と
考
え
ら
れ
、
見
込
み
中
央
に
は
「
天
妙
」
の
文
字
が
記
さ
れ
る
こ
と
が

通
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
墨
書
銘
は
な
か
ば
定
型
化
し
て
お
り
、
記
号
化
し
て
い
た
た

め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
非
常
に
崩
さ
れ
て
い
て
判
読
が
困
難
な
程
で
あ
る
。
蓋
器
類

一
点
一
点
の
吟
味
を
経
た
上
で
の
格
付
け
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
の
記
号
を
書

く
こ
と
が
商
品
に
対
す
る
信
用
を
与
え
る
、
い
わ
ゆ
る
「
お
墨
付
き
」
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
文
字
に
つ
い
て
は
、
記
さ
れ
て
い
る
文
字
の
崩
し
様
は
日
本
の
そ
れ
で
は
な

く
、
当
然
な
が
ら
輸
出
地
で
あ
る
大
陸
で
の
墨
書
銘
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

と
く
に
青
磁
に
お
け
る
「
色
」
「
甑
」
字
の
崩
し
は
、
宋
代
以
降
の
古
筆
に
雰
囲
気
の

近
い
書
風
が
見
ら
れ
、
筆
線
の
強
弱
が
強
い
連
綿
あ
る
も
っ
た
り
と
し
た
文
字
で
あ

る
。
し
い
て
い
え
ば
、
北
宋
の
察
襄
や
蘇
試
の
作
品
に
通
底
す
る
書
体
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
「
甑
」
字
は
、
差
を
偏
と
す
る
文
字
に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
瓦
偏
を
左
右
置

換
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
瓦
偏
は
右
へ
の
払
い
が
秀
の
下
へ
と
至
り
、
、
延
に
近

い
文
字
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
崩
し
が
か
な
り
自
己
流
で
、
扁
考
の
置
換
が
行
わ
れ

て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
書
い
た
主
体
者
の
識
字
レ
ベ
ル
を
反
映
し
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
、
出
港
地
に
お
け
る
輸
出
事
業
者
と
措
定
で
き
よ
う
．

複
数
枚
同
型
の
作
品
が
一
具
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
墨
書
銘
を
有
す
る
作
品

が
１
点
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
、
消
失
な
ど
に
よ
る
資
料
残
存
の
可
能
性
に
よ

る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
荷
と
し
て
梱
包
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
一
部
に
墨
書
銘

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
Ⅱ
ｌ
却
青
白
磁

陽
印
刻
鳳
凰
文
Ⅲ
の
よ
う
に
、
皿
点
中
加
点
に
墨
書
が
あ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
こ

れ
ら
を
ど
う
考
え
る
か
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

製
品
の
施
釉
面
に
墨
書
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
日
こ
れ
ら
を
取
り
去
る
こ

と
は
可
能
で
あ
り
、
製
品
の
価
値
を
減
じ
る
も
の
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
１

１
ｍ
青
磁
陰
刻
唐
草
文
碗
は
一
部
の
墨
書
銘
が
完
全
に
消
失
し
て
お
り
、
痕
跡
さ
え
残

し
て
い
な
い
Ｐ
単
体
で
は
荷
札
を
施
す
こ
と
が
で
き
な
い
陶
磁
器
に
対
し
て
墨
書
を

行
う
こ
と
は
、
最
も
確
実
に
属
性
情
報
を
付
与
す
る
方
法
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
施
釉
さ
れ
て
お
ら
ず
、
墨
痕
が
完
全
に
除
去
し
に
く
い
高

台
部
分
に
墨
書
を
施
す
こ
と
と
は
全
く
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
器
物
の
所
属
を
示
す
墨
書
や
、
刻
銘
が
高
台
裏
に
な
さ
れ
る
こ
と
と
発
想
は
異

な
っ
て
い
る
。

新
安
沈
没
船
舶
載
の
陶
磁
器
に
は
、
墨
書
銘
以
外
に
も
意
匠
と
し
て
の
文
字
が
見

込
み
に
記
さ
れ
て
い
る
作
品
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
器
胎
内
底
面
に
文

字
を
陰
刻
あ
る
い
は
印
刻
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
銘
文
は
「
寿
」
、
「
天
下
太
平
」
、

「
玉
出
富
山
」
、
「
罠
山
片
玉
」
、
「
白
玉
満
堂
」
、
「
富
貴
長
命
」
、
「
寿
山
福
海
」
、
「
寿
冨

福
禄
」
、
「
福
禄
双
全
」
、
「
衣
食
自
然
」
、
「
禄
」
、
「
王
」
、
「
可
」
と
い
っ
た
吉
祥
文
言

で
、
広
義
の
祥
瑞
文
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
〈
表
２
）
・
新
安
沈
没
船
の
事
例
で
は
白

磁
に
付
け
ら
れ
た
も
の
が
多
く
青
磁
に
は
少
な
い
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ

ら
文
言
は
一
般
的
な
事
例
で
は
青
磁
見
込
み
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
白

三
輸
入
陶
磁
器
の
記
号
論

－12－



表2新安沈船舶載の文字意匠陶盗器 磁
陰
印
刻
文
字
銘
鉢
で
は
、
同
文
様
の
作
品
が
多
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
意
匠
と
し
て

の
性
格
が
強
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
銘
文
が
意
匠
で
あ
る
と
の
み
い

い
切
れ
な
い
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
１
）
沖
縄
県
渡
地
村
跡
遺
跡
出
土
の
高
台
資
料

遺物番号

(什号剋支）

数量

(午寺）
名称（再割）図録番号 備考（墨書等）

青磁陰印刻蓮華文馬上杯 内側面に「寿」字陰刻1-130 990 1

青磁陽印刻菊牡丹文皿 内底に「天下太平」銘文1-261 3192 1

白磁陰印刻文字銘銀口皿 内底に「玉出罠山」銘文Ⅱ-393 3263 34

白磁陰印刻文字銘鉢 内底に「罠山片玉」銘文Ⅱ－394 3267 18

白磁陰印刻文字銘鉢 内底に「白玉満堂」銘文Ⅱ－395 1879 4

白磁陰印刻文字銘鉢 内底に「富貴長命」銘文16Ⅱ－396 1877

白磁陰印刻文字銘鉢 内底に「寿山福海」銘文Ⅱ-397 3135 22

白磁陰印刻文字銘鉢 内底に「寿富福禄」銘文Ⅱ－398 16 14

白磁陰印刻文字銘鉢 内底に「福禄双全」銘文Ⅱ-399 1850 1

白磁陰印刻文字銘鉢 内底に「衣食自然」銘文1860Ⅱ－400 6

白磁陰印刻文字銘鉢 内底に「禄」銘文Ⅱ-401 1136 8

白磁馬上杯 内側面両側に「王」銘Ⅱ-419 2500 6

白磁陽印刻花文碗 内側面に「可」銘少数5948Ⅱ－422 115

＊番号等は「新安」による

小
碗
ｎ
％
）
で
あ
り
、
時
代
は
新
安
沈
没
船
の
時
代
よ
り
一
世
紀
以
上
下
る
十
五

（

Ⅳ

）

世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
が
主
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
舶
載
さ
れ
る
蓋
器
類
の
性

（

肥

）

格
は
異
な
る
が
、
見
込
に
は
「
金
玉
満
堂
」
（
図
Ｍ
）
、
「
吉
」
（
図
晦
、
恥
）
、
「
寿
」
（
図

面
）
、
「
福
」
（
図
肥
）
、
「
好
」
（
図
坦
な
ど
の
吉
祥
文
言
や
、
同
一
意
匠
の
印
刻
、
文

様
を
施
す
多
様
な
器
種
が
存
在
し
て
い
て
、
新
安
沈
没
船
の
舶
載
蓋
器
の
「
白
玉
満

堂
」
、
「
寿
」
、
「
王
」
と
い
っ
た
銘
文
と
共
通
し
て
い
る
。
器
種
が
多
様
で
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
同
一
記
号
が
捺
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
一
方
で
は
商
標
、
ブ
ラ
ン
ド
、
製

作
工
房
を
示
す
記
号
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
明
朝
後

期
に
な
る
と
盛
ん
に
高
台
裏
に
捺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
記
号
と
し
て
の
「
乾
隆
年

製
」
印
な
ど
と
も
通
底
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
所
出
土
の
麦
器
類
見
込
み
の
文
様
に
は
、
草
花
文
に
「
王
」
字
や
（
図
別
）
、
「
顔

氏
」
〈
図
型
、
「
九
□
（
蔵
ヵ
ご
（
図
型
、
「
口
川
」
〈
図
羽
中
央
下
）
と
い
っ
た
、
明

ら
か
に
製
造
者
〈
工
房
）
を
示
す
と
思
わ
れ
る
記
号
を
持
つ
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら

印
刻
文
が
単
な
る
意
匠
と
の
み
は
言
い
切
れ
な
い
要
素
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
．

こ
の
よ
う
な
意
匠
は
、
新
安
沈
没
船
舶
載
蓋
器
の
見
込
み
中
央
に
記
さ
れ
た
、
記
号

化
し
た
文
字
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
文
字
や
記
号
は
、
意
匠
と
し
て
も
成
立
す
る
も
の

で
あ
り
、
普
遍
性
・
永
続
性
を
指
向
し
た
と
思
わ
れ
る
。
文
字
は
吉
祥
文
言
で
あ
り
、

商
品
価
値
を
減
じ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
生
産
地
や
生
産
者
の
明
示
は
、
製
品

沖
縄
県
那
覇
市
通
堂
町
所
在
の
渡
地
（
わ
た
ん
ぢ
）
村
跡
遺
跡
調
査
面
積
”
。
、
）

か
ら
は
明
時
代
前
期
の
二
二
五
・
五
姥
の
青
磁
片
が
出
土
し
て
お
り
、
底
部
（
高
台
）

部
分
資
料
は
一
三
八
八
点
に
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
明
と
の
貿
易
に
よ
っ
て
琉

球
王
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
青
磁
と
考
え
ら
れ
、
内
湾
で
あ
る
漫
港
入
り
口
の
接
岸
地

（

略

）

造
成
の
際
に
一
括
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

成
の
際
に
一
括
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
廃
棄
青
磁
片
の
器
種
構
成
は
、
碗
（
９
％
）
、
Ⅲ
副
％
）
、
盤
屈
％
）
、

２７

１
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（
２
）
博
多
出
土
甕
器
の
高
台
裏
墨
書

陶
磁
器
類
と
墨
書
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
福
岡
県
博
多
遺
跡
群
か
ら
検
出
さ
れ
て

い
る
膨
大
な
量
の
陶
磁
器
類
が
戦
前
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
。
陶
磁
器
類
高
台
裏
に
は

多
様
な
墨
書
が
認
め
ら
れ
る
が
、
研
究
史
で
は
そ
の
理
解
に
変
化
が
発
生
し
て
お
り
、

古
く
は
元
軍
兵
士
の
持
物
説
、
次
い
で
日
宋
貿
易
遺
品
、
宋
人
の
所
有
品
、
現
在
で

は
商
品
の
所
有
者
を
示
す
記
号
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
所
有
の
主
体
者
は
、
当
時
博
多
に
形
成
さ
れ
た
「
唐
房
（
防
）
」
の
中
国
商
人
（
博

多
綱
首
Ⅱ
船
主
・
船
頭
）
で
あ
り
、
所
有
を
示
す
記
号
と
し
て
の
墨
書
銘
を
施
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
新
安
沈
没
船
舶
載
麦
器
よ
り
古
く
、
時
代
的
に
は
皿
世

紀
か
ら
十
三
世
紀
に
ま
た
が
る
文
物
が
多
い
。
よ
っ
て
、
主
に
日
宋
貿
易
の
結
果
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
博
多
綱
首
は
船
主
・
船
頭
で
あ
り
、
銘
文
に
は
「
王
」
、
「
周
」
、
「
林
」
、

「
鄭
」
な
ど
の
人
名
や
、
「
丁
綱
」
、
「
柳
綱
」
、
「
張
綱
」
、
「
綱
」
と
い
っ
た
職
名
と
思

わ
れ
る
文
字
が
多
い
こ
と
が
そ
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
墨
書
銘
の
う
ち
、
「
丁
綱
」

は
鮨
例
、
「
綱
」
は
記
例
と
な
っ
て
い
る
。
韓
国
忠
清
南
道
沿
岸
の
十
二
世
紀
か
ら
十

三
世
紀
の
沈
没
船
遺
品
に
「
鄭
綱
」
等
の
墨
書
を
も
つ
も
の
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
墨
書
の
あ
る
陶
磁
器
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
佐
伯
弘
次
氏
は
「
こ
の
遺
物
が
仮

に
中
国
（
明
州
）
か
ら
高
麗
に
向
か
っ
た
貿
易
船
の
積
荷
だ
と
仮
定
す
る
と
、
日
宋

貿
易
と
宋
麗
貿
易
は
同
じ
よ
う
な
構
造
を
持
つ
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
し
、
博
多
の
墨

（

旧

）

書
陶
磁
器
は
、
商
品
説
が
有
力
と
な
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
及
し
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
墨
書
の
性
質
を
鑑
み
れ
ば
商
品
価
値
を
落
と
し
て
ま
で
墨
書

す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
全
体
か
ら
見
れ
ば
少
数
の
、
か
つ
多
様
な

墨
書
が
商
品
に
対
す
る
記
号
と
な
り
得
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
二
○
五
年

完
成
時
ま
で
に
明
示
し
て
お
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
韓
国
新
安
沈
没
船
に
舶
載
さ
れ
て
い
た
蓋
器
の
う
ち
、
墨
書
が
あ
る

作
品
の
墨
書
銘
を
再
検
証
し
た
。
墨
書
銘
は
完
全
な
状
態
で
残
っ
て
い
る
も
の
は
皆

無
で
あ
る
が
、
全
体
を
総
合
し
て
考
え
れ
ば
、
青
磁
に
つ
い
て
は
「
上
色
青
蓋
」
、
白

磁
に
つ
い
て
は
「
上
色
白
蓋
」
と
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ

ら
の
墨
書
が
ど
の
程
度
の
割
合
で
蓋
器
に
記
さ
れ
て
い
た
か
は
判
断
の
根
拠
を
持
た

な
い
が
、
残
存
作
例
か
ら
考
え
れ
ば
ご
く
一
部
に
な
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
蓋

器
を
梱
包
し
た
状
態
で
そ
の
一
部
に
ほ
ど
こ
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
．

文
字
に
つ
い
て
は
、
唐
か
ら
宋
風
の
書
風
で
あ
り
、
発
送
地
で
記
さ
れ
た
こ
と
を

裏
付
け
て
い
る
が
、
そ
の
書
き
様
は
粗
雑
、
拙
速
で
あ
り
、
こ
の
四
文
字
が
半
ば
記

号
化
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
記
号
化
さ
れ
た
品
質
認
証
が

墨
書
銘
の
形
で
商
品
に
付
与
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
、
吉
祥

文
言
を
意
匠
と
し
て
記
す
蓋
器
類
を
例
示
し
て
考
え
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
記
号
が
高

台
に
記
さ
れ
た
墨
書
と
は
性
質
の
違
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
後
半
で
は
論
じ
た
。
従

来
諸
説
あ
る
、
高
台
裏
墨
書
銘
に
つ
い
て
は
、
商
品
と
モ
ノ
と
の
関
係
性
か
ら
再
考

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

モ
ノ
に
墨
書
を
施
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
墨
書
土
器
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ

に
博
多
に
来
港
し
た
宋
船
に
は
４
万
枚
の
磁
器
碗
と
２
万
枚
の
磁
器
皿
が
積
載
さ
れ

て
い
た
と
い
う
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
墨
書
を
施
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

陶
磁
器
の
製
品
化
に
当
た
っ
て
は
、
永
い
商
品
化
の
歴
史
に
お
い
て
生
産
や
流
通

の
合
理
性
が
十
分
に
追
求
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
コ
ス
ト
を
考
慮
し
て
モ
ノ
の
移

動
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
荷
の
所
有
者
を
明
示

す
る
意
図
で
、
墨
書
が
行
わ
れ
て
い
た
か
は
疑
問
が
残
る
。
所
有
者
個
人
の
個
人
所

（

卯

）

有
を
明
示
す
る
た
め
の
文
字
・
記
号
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

－15－
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主一
三
口（

１
）
近
年
、
中
国
大
陸
お
よ
び
朝
鮮
半
島
か
ら
輸
入
・
請
来
さ
れ
た
舶
載
文
物
の
研
究
は
め
ざ
ま
し

く
、
二
○
二
年
歴
史
学
研
究
会
大
会
古
代
部
会
で
の
皆
川
雅
樹
氏
報
告
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
「
唐
物
」
の
再
検
討
が
関
心
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
従
来
、
主
に
美
術
史
学
、

あ
る
い
は
考
古
学
分
野
か
ら
の
関
心
が
主
体
で
あ
っ
た
文
物
の
研
究
に
、
大
陸
文
物
受
容
史
の

観
点
か
ら
史
料
の
再
検
討
が
行
わ
れ
、
史
料
と
資
料
の
比
較
検
討
が
活
発
に
な
り
つ
つ
あ
る
研

究
の
現
状
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
根
津
美
術
館
「
南
宋
の
青
磁
ｌ
宙
を
う
つ
す
う
つ
わ
』
（
創

立
、
周
年
記
念
特
別
展
、
二
○
一
○
年
十
月
）
、
徳
川
美
術
館
「
室
町
将
軍
家
の
至
宝
を
探
る
」

（
秋
季
特
別
展
、
徳
川
美
術
館
・
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
・
中
日
新
聞
・
文
化
庁
主
催
、
二
○
一

〔
付
記
一

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
国
立
中
央
博
物
館
（
韓
国
）
遺
物
管
理
部
研
究
員
李
秀
美

氏
、
沖
縄
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
班
主
任
新
垣
力
氏
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。

ま
た
、
資
料
調
査
に
際
し
て
は
朴
勝
夏
氏
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
、
在

オ
ラ
ン
ダ
）
、
洪
忠
黄
氏
（
韓
国
国
立
海
洋
文
化
財
研
究
所
解
説
員
）
の
助
力
を
得
た
。

記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
二
十
四
年
（
二
○
一
二
）
～
二
十
六
年
（
二
○
一
四
）
度
科

学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
二
般
二
課
題
番
号
二
四
五
二
○
七
二
三
「
中

世
鎌
倉
地
域
に
お
け
る
寺
院
什
物
帳
（
文
物
台
帳
）
と
請
来
遺
品
〈
唐
物
）
の
基
礎

的
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（

別

）

の
先
行
研
究
も
充
実
し
て
い
る
。
ま
た
、
墨
書
は
消
滅
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
板

碑
な
ど
の
石
製
品
に
記
さ
れ
た
墨
書
が
、
存
外
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
経
緯
も
あ
る
。
消

滅
に
よ
る
資
料
残
存
の
偏
差
を
考
慮
す
れ
ば
、
墨
書
銘
は
従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
よ

り
も
よ
り
広
範
に
な
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
商
品
に
施
さ
れ
た
墨
書
を
今
後
は

注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
た
い
．

〆へ

q
､二／

〆へ

8
、一

へ
７
）

〆
匙

声、

6
ー〆

〆へ

5
、一

〆へ

4
、一

〆一、

3
、一

匙
〆

（
２
）

○
年
十
月
）
が
相
次
い
で
開
催
さ
れ
、
茶
道
資
料
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
鎌
倉
時
代
の
喫
茶
文

化
」
（
二
○
○
八
年
十
一
月
、
京
都
新
聞
文
化
ホ
ー
ル
）
に
お
け
る
村
井
章
介
氏
講
演
「
輸
入

文
化
と
し
て
の
喫
茶
１
週
～
皿
世
紀
の
文
字
資
料
か
ら
ｌ
」
、
京
都
国
立
博
物
館
公
開
国
際
セ

ミ
ナ
ー
「
東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
金
属
工
芸
ｌ
地
域
特
質
と
相
互
文
化
認
識
交
流
媒
体
の
研

究
」
（
二
○
○
九
年
九
月
）
に
お
け
る
羽
田
聡
氏
「
中
世
史
料
研
究
と
唐
物
」
、
家
塚
智
子
氏

「
室
町
時
代
に
お
け
る
唐
物
の
受
容
ｌ
同
朋
衆
と
唐
物
ｌ
」
ら
の
報
告
を
得
る
な
ど
「
唐
物
」

の
実
体
研
究
は
活
況
を
呈
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
（
後
者
は
久
保
智
康
氏
編
「
東
ア
ジ
ア
を
め

ぐ
る
金
属
工
芸
」
勉
誠
出
版
社
、
二
○
一
○
年
七
月
所
収
）
。

古
川
「
仏
日
庵
公
物
目
録
と
記
録
さ
れ
る
唐
物
」
（
貿
易
陶
磁
研
究
会
、
二
○
一
二
年
九
月
二

十
九
’
三
十
日
、
青
山
学
院
大
学
）
な
ど
。

本
務
で
あ
る
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
に
お
い
て
史
料
と
資
料
の
比
較
検
討
を
重
視
し
て
お

り
、
そ
の
成
果
と
し
て
「
再
発
見
鎌
倉
の
中
世
」
展
を
開
催
し
た
。
そ
の
な
か
で
中
世
都
市

鎌
倉
出
土
の
文
化
財
を
重
点
的
に
展
示
し
、
資
料
に
つ
い
て
は
図
録
（
世
界
遺
産
登
録
推
進
三

館
連
携
特
別
展
「
武
家
の
古
都
・
鎌
倉
」
、
二
○
一
二
年
十
月
）
と
し
て
公
表
し
て
い
る
。

韓
国
で
は
「
新
安
船
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
国
内
で
の
従
来
表
記
に
準
じ
て
「
新
安

沈
没
船
」
と
し
た
。

た
だ
し
、
威
信
財
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
盤
」
や
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
唐
物
と
認
知
で
き
る

も
の
は
数
％
に
と
ど
ま
る
。
唐
物
の
実
態
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

磁
器
類
を
査
器
と
し
た
。
墨
書
銘
に
は
「
頤
」
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
「
甑
」
は
皿

や
鉢
な
ど
を
指
す
よ
り
狭
義
な
用
法
の
語
で
あ
る
。

な
お
報
告
で
は
、
「
高
台
」
の
語
を
器
物
の
底
辺
に
存
在
し
て
、
直
接
に
接
地
し
な
い
よ
う
に

細
工
し
た
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
高
台
を
中
心
と
し
た
見
込
・
底
面
を
含
ん
だ
部
分
に
つ
い
て

用
い
て
い
る
。

調
査
は
二
○
一
五
年
六
月
八
日
に
実
施
し
た
。
一
部
展
示
中
等
で
実
験
で
き
な
か
っ
た
作
品

に
つ
い
て
は
「
新
安
」
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
を
補
っ
て
い
る
。
一
部
作
品
に
つ
い
て
は
数
量
に

異
動
が
あ
っ
た
。

番
号
（
表
１
の
「
図
録
番
号
」
）
は
『
新
安
海
底
遺
物
」
（
韓
国
文
化
広
報
部
文
化
財
管
理
局

編
、
高
麗
書
籍
株
式
会
社
八
ソ
ウ
ル
Ｖ
、
日
本
で
は
同
和
出
版
公
社
、
一
九
八
三
年
六
月
、
以
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（
肥
）
「
渡
地
村
跡
ｌ
臨
港
道
路
那
覇
１
号
線
整
備
に
伴
う
緊
急
発
掘
調
査
報
告
ｌ
」
（
沖
縄
県
立
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
第
妬
集
、
二
○
○
七
年
七
月
）
。
な
お
、
本
稿
掲
載
の
見
込

み
文
字
部
分
の
高
台
資
料
（
図
Ｍ
～
図
窃
）
は
、
報
告
害
に
お
い
て
は
総
数
と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
図
版
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
文
字
を
有
す
る
資
料
の

す
べ
て
で
は
な
い
。
な
お
、
本
稿
資
料
図
版
は
実
査
（
二
○
一
三
年
四
月
）
に
際
し
て
撮
影
を

す
べ
て
で
は
な
い
。
な
お
、
本
稿
塗

（
妬
）
実
見
に
際
し
て
は
、
該
当
遺
物
番
号
に
対
す
る
資
料
は
こ
の
１
点
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
『
新
安
」
資
料
編
に
記
載
す
る
四
点
に
ど
の
よ
う
に
墨
書
銘
が
あ
っ
た
か

（
肥
）
本
来
は
鋳
造
貨
幣
に
鋳
刻
さ
れ
る
も
の
で

（
型
『
歴
博
」
Ⅷ
号
、
二
○
一
○
年
五
月
参
照
。

（
釦
）
主
旨
に
つ
い
て
は
二
○
一
四
年
三
月
十
一

（
Ⅳ
）
こ
れ
ら
の
青
磁
と
共
通
性
を
も
つ
器
種
は
鹿
児
島
県
奄
美
大
島
宇
検
村
（
う
け
ん
そ
ん
）
の
倉

下
『
新
安
』
と
す
る
）
所
収
の
巻
末
資
料
編
の
番
号
で
あ
り
、
遺
物
番
号
（
什
号
咀
一
墓
、
名

称
（
胃
割
）
、
数
量
（
午
寺
）
、
高
さ
、
口
径
、
底
径
、
出
土
年
度
、
出
土
地
域
は
、
そ
の
情
報

を
参
考
と
し
た
。
遺
物
番
号
は
国
立
中
央
博
物
館
の
所
蔵
品
台
帳
番
号
と
一
致
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
数
量
は
現
状
で
異
同
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

「
上
」
文
字
左
上
に
あ
る
ホ
ッ
や
陰
刻
唐
草
文
か
ら
、
「
新
安
」
所
載
の
作
品
と
同
一
物
で
あ
る

と
比
定
で
き
る
。

青
白
磁
に
見
ら
れ
る
墨
書
銘
を
参
考
に
す
れ
ば
、
「
甑
」
と
す
る
の
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
新
安
」
に
は
３
点
と
す
る
が
、
同
一
遺
品
番
号
の
作
品
は
１
点
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

皮
膜
に
紙
の
繊
維
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
作
品
に
墨
書
し
た
料
紙
が
貼
ら
れ
て
い
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。

愛
新
覚
羅
烏
拉
煕
春
・
吉
本
道
雅
「
韓
半
島
か
ら
眺
め
た
契
丹
・
女
真
」
（
京
都
大
学
学
術
出

版
会
、
二
○
二
年
九
月
）
、
中
国
歴
史
博
物
館
・
内
蒙
古
自
治
区
文
化
庁
編
「
契
丹
王
朝
ｌ

内
蒙
古
遼
代
文
物
清
華
』
（
二
○
○
二
年
、
中
国
蔵
学
出
版
社
、
北
京
）
に
は
高
台
内
に
「
官
」

内
蒙
古
遼
代
文
物
清
華
』
（
二
○
○
二
年
、
中
国

「
盈
」
字
を
陰
刻
す
る
白
尭
を
掲
載
し
て
い
る
。

木
崎
海
底
遺
跡
か
ら
も
検
出
さ
れ
て
い
る
（
一
九
九
四
年
～
）
。

本
来
は
鋳
造
貨
幣
に
鋳
刻
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ご
許
可
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

はた

未 。
詳し
O L

日
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
調
査
研
究
成
果
報
告
会

に
お
け
る
報
告
「
唐
物
研
究
資
料
と
し
て
の
高
台
に
つ
い
て
」
と
し
て
報
告
し
た
。
平
成
妬
年

（
二
○
一
三
）
度
か
な
が
わ
の
遺
跡
展
・
巡
回
展
「
地
中
に
埋
も
れ
た
江
戸
時
代
の
道
具
た
ち
」

で
は
出
土
焼
き
継
ぎ
資
料
の
高
台
の
四
割
に
朱
書
き
が
あ
り
、
そ
の
文
字
が
出
土
地
周
辺
２
，

５
ｍ
圏
内
の
地
名
と
人
名
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
、
近
世
陶
磁
器
資
料
高
台
裏
に
朱
書
さ
れ
た
文
字
の
意
味
は
歴
史
史
料
の
裏
付
も
あ
り
明
確

で
あ
る
。
大
村
浩
司
・
石
倉
澄
子
「
焼
き
継
ぎ
資
料
に
つ
い
て
」
（
「
上
ノ
町
・
広
町
遺
跡
」
茅

ヶ
崎
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
会
、
一
九
九
七
年
）
。

（
皿
）
『
古
代
文
字
資
料
の
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
構
築
と
在
地
社
会
の
研
究
』
（
研
究
代
表
者
吉
村
武
彦
、

平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
度
～
平
成
十
三
年
（
二
○
○
二
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤

研
究
（
Ｂ
）
（
２
）
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
○
○
一
年
三
月
）
な
ど
。
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